
曹洞宗　佛樹山　浄泉寺

発行所　〒 285-0902　千葉県印旛郡酒々井町伊篠 647　℡ 043-496-4342 　発行責任者　住職　宮川　義典　 http://www.jyousenji.jp

Soto-Zen.Jyousenji

浄
泉
寺
報

創　刊　号

檀
信
徒
皆
様
に
は

　
輝
か
し
い
新
春
を

　
　
お
迎
え
の
こ
と
と

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す

　
ま
た
、
喪
中
に
て

新
年
を
迎
え
ら
れ
た

　
ご
家
庭
に
は
、

　
今
年
が
良
い
年
と

な
り
ま
す
よ
う

　
心
か
ら
お
祈
り
　
　

　
　
　
申
し
上
げ
ま
す

　
　
平
成
二
十
一
年
　
元
旦

　

新
春
を
迎
え
、
謹
ん
で
ご
挨
拶
を

申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
日
頃
よ
り
浄
泉
寺
の
護
持

に
格
別
の
ご
配
慮
を
賜
り
、
住
職
と

し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
は
、
大
本
山
永
平
寺

三
世
徹
通
義
介
禅
師
七
〇
〇
回
御
恩

忌
の
年
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
十
月
に

は
、
多
く
の
檀
信
徒
の
皆
様
と
報
恩

の
ご
参
拝
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ご
参
拝
に
ご
同
行
い
た
だ
き
ま

し
た
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
、
遠
路
大

変
ご
苦
労
様
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
十
月
二
十
八
日
に
は
、

大
本
山
永
平
寺
東
京
別
院
の
御
征
忌

法
要
に
て
、
私
が
焼
香
師
（
導
師
）

を
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
寺
院
の
住
職

と
し
て
大
変
名
誉
な
こ
と
で
、
こ
れ

も
偏
に
檀
信
徒
の
皆
様
の
お
力
添
え

の
賜
物
で
あ
り
ま
す
こ
と
、
衷
心
よ

り
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま

す
。　

　

ま
た
、
私
事
で
す
が
昨
年
の
三
月

に
、
地
元
の
役
場
を
退
職
い
た
し
ま

し
た
。
こ
の
間
様
々
な
面
で
檀
信
徒

の
皆
様
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て

お
り
ま
し
た
し
、
檀
信
徒
の
皆
様
と

の
交
流
が
疎
か
に
な
っ
て
い
た
の
で

は
と
申
し
訳
な
く
思
っ
て
お
り
ま

す
。

　

こ
れ
か
ら
は
、
寺
院
が
単
に
葬
儀

や
法
事
だ
け
の
存
在
で
は
な
く
、
本

来
地
域
の
、
あ
る
い
は
檀
信
徒
の
皆

様
の
信
仰
と
交
流
の
場
で
あ
る
べ
き

と
の
認
識
を
強
く
し
、
皆
様
方
の
心

の
よ
り
ど
こ
ろ
の
寺
と
し
て
、
安
ら

ぎ
と
生
き
が
い
の
場
づ
く
り
に
、
微

力
で
は
あ
り
ま
す
が
努
め
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
今
年
か
ら
先
ず
は
様
々

な
情
報
を
皆
様
方
に
お
伝
え
し
、
檀

信
徒
の
皆
様
と
浄
泉
寺
の
ご
縁
を
更

に
深
め
る
一
助
と
し
て
、
こ
の
「
浄

泉
寺
報
」
の
発
行
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
開
設
を
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

ま
た
、
安
ら
ぎ
や
生
き
が
い
の
場
づ

く
り
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
す
で
に

行
っ
て
お
り
ま
す
「
御
詠
歌
講
」
の

充
実
、
新
た
に
「
坐
禅
会
」、「
写
経

会
」
な
ど
を
実
施
す
る
こ
と
と
い
た

し
ま
し
た
。

　

檀
信
徒
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
更
な
る
ご
指
導
ご
協
力
を
切
に

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
是

非
と
も
趣
旨
を
お
汲
み
取
り
く
だ
さ

い
ま
し
て
、
様
々
な
行
事
に
積
極
的

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
檀
信
徒
の
皆
様
か
ら
も
、

ご
提
案
や
ご
希
望
を
お
寄
せ
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

お
わ
り
に
、
本
年
が
皆
様
に
と
っ

て
良
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
心
か
ら

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合　

掌

当面の行事等

１月　１日　檀信徒初詣　

        午前９時から午後４時まで

１月　８日～９日　

　　浄泉寺本寺　大雄院（日立市） 開山忌

１月１２日　総代・世話人会　午前１１時３０分

２月１５日　涅槃会（お釈迦様の忌日法会）

　　　　　　

３月１７日～２３日　春彼岸会

４月　８日　降誕会（お釈迦様の誕生日・花祭り）

　　　　　　午前１０時　本堂

　※　お子様方をつれて、甘茶をかけにおいでく　

　　ださい。夕方までお参りができます。お子様　

　　にはお菓子などを用意します。
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お
地
蔵
さ
ま
が
可
愛
ら
し
く

　

お
寺
の
入
口
に
お
ま
つ
り
し
て
い

る
六
地
蔵
尊
に
、
帽
子
等
が
着
せ
ら

れ
ま
し
た
。
す
る
と
、
と
て
も
可
愛

ら
し
く
な
り
ま
し
た
。
東
酒
々
井
の

多
田
と
し
子
様
の
ご
寄
贈
で
す
。

　

有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。　

ご随喜の御寺院様方・随行の檀信徒の皆様と記念撮影

　浄泉寺梅花講梅花流千葉県大会に参加

曹洞宗の教えと浄泉寺の歴史
曹そ

う

洞と
う

宗し
ゅ
う

の
教
え

お
釈
迦
様
（
釈し

ゃ

迦か

牟む

尼に

佛ぶ
つ

）
は
、
坐
禅
に

よ
っ
て
本
当
の
安
ら

ぎ
を
得
ら
れ
ま
し

た
。

こ
の
教
え
と
行
い

を
正
し
く
受
け
継

ぎ
、
日
本
に
伝
え
ら

れ
た
の
が
、
曹
洞

宗
開
祖
道ど
う

元げ
ん

禅ぜ
ん

師じ

様
（
一
二
〇
〇
年
～

一
二
五
三
年
）で
す
。

さ
ら
に
、
四
代
目

の
螢け
い

山ざ
ん

禅ぜ
ん

師じ

様

（
一
二
六
四
年
～

一
三
二
五
年
）
は
、

そ
の
深
い
教
え
を
広

め
ら
れ
ま
し
た
。

お
釈
迦
様
と
道
元
禅

師
様
と
螢
山
禅
師
様

を
、
曹
洞
宗
で
は

「
一い
ち

佛ぶ
つ

両
り
ょ
う

祖そ

」
と
尊

称
し
、
信
仰
の
ま
こ

と
を
さ
さ
げ
ま
す
。

自
ら
の
行
い
に
よ
っ

て
、
安
ら
か
な
生
活

を
送
る
の
が
曹
洞
宗

の
教
え
で
す
。

ま
た
、
道
元
禅
師
様
の
開
か
れ
た
永え
い

平へ
い

寺じ

（
福
井
県
吉
田
郡
永
平
寺
町
）

と
螢
山
禅
師
様
が
開
か
れ
た
総そ
う

持じ

寺じ

（
神
奈
川
県
横
浜
市
鶴
見
区
）
を
両

大
本
山
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

曹
洞
宗
の
詳
し
い
歴
史
や
両
祖
様

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
号
以
降
で

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
浄
泉
寺
の
歴
史

浄
泉
寺
の
山
号
は
、佛ぶ

つ

樹じ
ゅ

山さ
ん

と
い
い
、

本
寺
は
、
常
陸
国
多
賀
郡
杉す
ぎ

室む
ろ

（
現

在
の
茨
城
県
日
立
市
宮
田
町
）
の
天て
ん

童ど
う

山さ
ん

大だ
い

雄お
う

院い
ん

と
い
う
お
寺
で
す
。

　

浄
泉
寺
は
、
中
世
こ
の
下
総
一
体

を
治
め
て
い
た
千
葉
氏
一
族
の
建
立

し
た
寺
院
で
、
古
文
書
や
銘
文
な
ど

に
よ
り
由
緒
が
正
し
く
伝
え
ら
れ
て

い
る
稀
有
な
寺
院
と
言
わ
れ
て
お
り

ま
す
。
そ
の
た
め
江
戸
時
代
に
刊
行

さ
れ
た
「
成な
り

田た

名め
い

所し
ょ

図づ

会え

」
や
明
治

十
六
年
刊
行
の
「
新し
ん

撰せ
ん

佐さ

倉く
ら

風ふ

土ど

記き

」
な
ど
に
も
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

寺
伝
に
よ
る
と
、
開
創
は
、
長
禄

二
年
（
一
四
五
八
年
、
開
基　

周
心

院
殿
月
窓
常
輝
大
居
士
）、
曹
洞
宗

中
興
開
基
は
、延
徳
二
年（
一
四
九
〇

年
）
伊
篠
に
所
領
の
あ
っ
た
粟あ

飯い

原は
ら

豊ぶ
ん

後ご

守
の
か
み

胤た
ね

光み
つ

（
中
興
開
基　

周
心

院
殿
寒
翁
浄
泉
大
居
士
）
が
、
大
雄

院
三
世　

断だ
ん

江こ
う

周
し
ゅ
う

恩お
ん

大
和
尚
を
招

い
て
開
山
、始
め
は
周
心
院
と
称
し
、

明
応
四
年
（
一
四
九
五
年
）
に
、
伽

藍
が
完
成
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

粟
飯
原
豊
後
守
胤
光
が
没
し
、
そ

の
子
胤た
ね

信の
ぶ

が
、
父
の
菩
提
を
弔
う
た

め
、
父
の
法
号
を
と
っ
て
周
心
院
を

浄
泉
寺
に
改
称
し
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、永
正
六
年
（
一
五
〇
九
年
）

粟
飯
原
豊
後
守
胤
光
の
一
族
と
考
え

ら
れ
る
粟
飯
原
右う

衛え

門も
ん

三さ
ぶ

郎ろ
う

が
実
父

左さ

近こ
ん

将
し
ょ
う

監げ
ん

か
ら
譲
ら
れ
た
、
下
金

山
（
成
田
市
）、
松
崎
（
成
田
市
）、

伊
篠
北
方
の
土
地
の
内
、
伊
篠
北
方

の
土
地
を
周
心
院
に
寄
付
し
て
お

り
、天
文
二
十
三
年（
一
五
五
四
年
）、

粟
飯
原
隼は
や

人と

胤た
ね

光み
つ

が
、
本
尊
十
一
面

観
世
音
菩
薩
の
後
背
を
寄
付
し
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
浄

泉
寺
が
、
粟
飯
原
一
族
と
密
接
な
関

係
を
持
つ
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
。

　

粟
飯
原
氏
は
、
千
葉
氏
の
有
力
な

一
族
で
、
伊
篠
に
館
を
構
え
、
千
葉

氏
の
亥い
の

鼻は
な

城
じ
ょ
う

時
代
か
ら
、
数
々
の

合
戦
に
参
加
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お

り
、
古
文
書
に
見
え
る
粟

飯
原
左
近
将
監
、
右
衛
門

三
郎
親
子
が
所
有
し
て
い

た
下
金
山
（
成
田
市
）
は
、

本
佐
倉
城
主
と
な
っ
た
千ち

葉ば

輔す
け

胤た
ね

一
族
の
本
領
に
含

ま
れ
る
土
地
で
あ
る
こ
と

な
ど
か
ら
も
、
伊
篠
の
粟

飯
原
氏
は
千
葉
氏
の
直
臣

（
旗
本
）
で
あ
っ
た
粟
飯
原
一
族
で

あ
り
、
浄
泉
寺
は
、
千
葉
氏
直
臣
の

粟
飯
原
豊
後
守
胤
光
一
族
の
菩
提
寺

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
　
本
尊
　
十
一
面
観
世
音
菩
薩

　

浄
泉
寺
中
興
開
基
、
粟
飯
原
豊
後

守
胤
光
の
守
り
本
尊
で
あ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
銅
造
り
、
像
高

二
十
八
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
臂

張
十
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
体
奥
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
小
柄
な
像
で
す

が
、
室
町
時
代
の
様
式
が
よ
く
表
現

さ
れ
て
い
ま
す
。
台
座
の
背
面
に

「
妙
み
ょ
う

観か
ん

禅ぜ
ん

尼に

」
の
銘
が
あ
り
、
こ
の

妙
観
禅
尼
と
は
、
胤
光
の
母
で
あ
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
堂
須し
ゅ

弥み

壇だ
ん

上
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
昭
和
四
十
六
年　

町
指
定
文
化
財
）

大本山永平寺開山　希玄道元禅師大本山総持寺開山　螢山紹瑾禅師

大本山　永平寺　唐門前で

大乗寺での徹通禅師報恩法要 金沢市　大乗寺　仏殿

永
平
寺
三
世
徹
通
義
介
禅
師
七
百
回
御
遠
忌
記
念

大
本
山
永
平
寺
・
大
乗
寺
参
拝
と

片
山
津
温
泉
・
白
川
郷
・
飛
騨
高
山

周
遊
バ
ス
旅
行
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

昨
年
十
月
十
九
日
か
ら
二
十
一
日

ま
で
、
二
泊
三
日
で
永
平
寺
三
世
徹

通
義
介
禅
師
七
百
回
御
恩
忌
を
記
念

し
て
、
檀
信
徒
の
皆
様
と
報
恩
参
拝

旅
行
を
行
い
ま
し
た
。

　

一
日
目
は
、
金
沢
市
の
徹
通
禅
師

が
開
い
た
大
乗
寺
を
訪
ね
、
曹
洞
宗

の
教
え
を
全
国
に
広
め
る
礎
を
築
か

れ
た
禅
師
を
偲
び
、
報
恩
感
謝
の
法

要
を
行
い
ま
し
た
。

　

二
日
目
は
、
大
本
山
永
平
寺
に
て

三
世
様
の
法
要
と
参
拝
者
各
家
の
ご

先
祖
様
の
ご
供
養
を
い
た
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、世
界
遺
産
「
白
川
郷
」

を
観
光
し
、
高
山
で
宿
泊
で
し
た
。

　

三
日
目
は
、
高
山
陣
屋
や
朝
市
を

楽
し
み
帰
路
に
着
き
ま
し
た
。

　

三
日
間
、
お
天
気
に
恵
ま
れ
、
事

故
も
な
く
、
徹
通
禅
師
さ
ま
と
の
ご

縁
を
結
び
、
ま
た
、
ご
先
祖
様
の
ご

供
養
も
さ
れ
素
晴
し
い
旅
と
な
り
ま

し
た
。
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。

昨
年
十
月
二
十
八
日
　
大
本
山

　
永
平
寺
　
東
京
別
院
に
て

道
元
禅
師
御ご

征し
ょ
う

忌き

　
　
　
焼

し
ょ
う

香こ
う

師し

を
拝
命

　

毎
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
二
十
九

日
ま
で
の
三
日
間
、
東
京
西
麻
布
の

大
本
山
永
平
寺
東
京
別
院
で
、
道
元

禅
師
の
御
征
忌
の
法
要
が
営
ま
れ
ま

す
。
そ
の
二
日
目
、
禺ぐ
う

中
ち
ゅ
う

諷ふ

経ぎ
ん

と

い
う
法
要
で
焼
香
師
（
導
師
）
を
お

勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当

日
は
、
近
隣
の
ご
縁
の
深
い
御
寺
院

様
七
名
と
檀
信
徒
十
五
名
の
皆
様
に

ご
随
行
い
た
だ
き
、
曹
洞
宗
開
祖
道

元
禅
師
様
の
ご
供
養
の
お
勤
め
さ
せ

て
い
た
だ
け
る
こ
と
へ
の
感
謝
の
気

持
ち
と
感
激
で
、、
大
変
な
緊
張
の

中
に
も
、
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま

し
た
。

　

こ
れ
も
偏
に
檀
信
徒
の
皆
様
の
お

陰
と
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
こ

れ
を
契
機
に
、
さ
ら
に
様
々
な
こ
と

に
精
進
努
力
を
し
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　

法
要
後
、
横
浜
中
華
街
で
昼
食
を

と
り
、
三
渓
園
を
見
学
し
ま
し
た
。

禺中諷経法要

大本山永平寺　福山諦法禅師様と

　

昨
年

十
一
月

二
十
六

日
、
曹

洞
宗
の

梅
花
流

御
詠
歌

千
葉
県

大
会
が
千
葉
市
青
葉
の
森
芸
術

文
化
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
、
浄

泉
寺
の
梅
花
講
も
参
加
し
ま
し

た
。
新
亡
精
霊
供
養
御
和
讃
を

お
唱
え
し
ま
し
た
。
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五
九五

六
十
二

六　

十

五
十
八

五
十
二

一　

周　

忌

三　

回　

忌

七　

回　

忌

十 

三 

回 

忌

十 

七 

回 

忌

二
十
三
回
忌

二
十
五
回
忌

二
十
七
回
忌

三
十
三
回
忌

平
成

平
成

平
成

平
成

平
成

昭
和

昭
和

昭
和

昭
和

年年年年年年年年年

や
す
ら
ぎ
は

　
　
　
ご
先
祖
の
供
養
か
ら

◎
ご
法
事
は
、
早
め
に
お
申
し
込

　

み
く
だ
さ
い
。

　

よ
り
厳
か
に
ご
供
養
で
き
る
本

　

堂
で
の
ご
法
事
を
お
勧
め
し
て

　

お
り
ま
す
。　

　

本
堂
で
行
う
場
合
は
、お
位
牌
、

　

遺
影
、
生
花
一
対
を
ご
持
参
く

　

だ
さ
い
。
ま
た
、
粗
茶
の
用
意     

　

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で

　

参
加
人
数
も
合
わ
せ
て
ご
連
絡

　

く
だ
さ
い
。

◎
卒
塔
婆
の
お
申
し
込
み
は
、
お

　

手
紙
ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
。

　

お
名
前
に
は
、
必
ず
フ
リ
ガ
ナ

　

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号

　

〇
四
三
（
四
九
六
）
四
四
六
七

副住職　宮　川　義　道 住職　宮　川　義　典

　

    

編 

集 

後 

記

　
お
盆
後
に
、
浄
泉
寺
ホ
ー
ム
の
製

作
を
開
始
し
、
悪
戦
苦
闘
の
す
え
、

よ
う
や
く
開
設
の
見
通
し
が
つ
き
、

次
に
、
こ
の
浄
泉
寺
報
の
編
集
に
取

り
掛
か
っ
た
の
で
す
が
、
初
め
て
使

う
パ
ソ
コ
ン
・
ソ
フ
ト
で
の
編
集
と

い
う
こ
と
で
、
解
説
書
を
読
み
な
が

ら
の
作
業
で
し
た
。
印
刷
所
へ
の
入

稿
の
期
日
や
年
賀
を
兼
ね
て
の
創
刊

号
で
す
の
で
、
郵
便
局
へ
の
持
ち
込

み
期
日
の
こ
と
も
あ
り
、
十
分
な
で

き
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
一
応
完
成
さ

せ
ま
し
た
。
今
後
、
年
三
回
程
度
の

発
行
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　

掲
載
内
容
等
に
、
ご
意
見
や
ご
希

望
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
是
非
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

各
種
講
座
の
等
の
ご
案
内

浄
泉
寺
墓
苑
利
用
者
の

皆
様
へ
の
お
願
い

い
ざ
と
い
う
時
は

先
ず
お
寺
に
ご
一
報
を

◎
梅
花
流
（
曹
洞
宗
）
御
詠
歌
講

　
梅
花
流
詠
賛
歌
は
、
曹
洞
宗
の
御

詠
歌
・
和
讃
で
す
。

　

詠
賛
歌
を
学
ん
で
い
く
と
自
然
に

安
ら
か
な
気
持
ち
に
な
り
、
正
し
い

生
き
方
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。そ
し
て
生
き
る
た
め
の
希
望
と
、

生
き
て
い
く
こ
と
へ
の
感
謝
の
心
で

幸
福
に
な
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

毎
月
第
三
土
曜
日
　

　
　
午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

◎
坐
　
禅
　
会

　

曹
洞
宗
の
信
仰
生
活
の
中
心
は
、

坐
禅
で
す
。
仏
法
を
味
わ
い
、
自
己

を
み
つ
め
る
が
で
き
ま
す
。

　

毎
月
第
一
日
曜
日
　

　
　
午
前
六
時
か
ら
午
前
八
時
ま
で

◎
写
　
経
　
会

　

最
も
簡
単
な
仏
道
修
行
で
あ
り
、

心
身
を
調
え
、
静
に
落
ち
着
い
た
時

間
を
大
切
に
祈
り
や
願
い
を
生
活
に

活
か
す
こ
と
の
で
き
る
写
経
を
、　

是
非
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

毎
月
第
三
日
曜
日
　

　
　
午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

※　

こ
れ
ら
の
講
座
は
、
日
時
が
変
更
と
な
る
場
合　

　
　

が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

浄
泉
寺
墓
苑
の
ご
紹
介

浄
泉
寺
で
は
、
墓
地
の
分
譲
を
し
て

お
り
ま
す
。
ご
親
戚
や
知
人
の
方
で

ま
だ
墓
地
を
お
持
ち
で
な
い
方
が
お

り
ま
し
た
ら
、
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。

　

永
代
使
用
料

■　

一
・
八　

 

㎡　

   

二  

十   

万
円

■　

二
・
一
六
㎡　

  

二
十
五
万
円

■　

二
・
七　

 

㎡　

   

三  

十   

万
円

■　

四
・
三
二
㎡　

 　

五  

十  

万
円

※
年
間
管
理
費　
　

三
千
円

そ
の
ほ
か
、
低
廉
な
価
格
で
の
墓
石

の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
も
行
っ
て
お
り
ま

す
。
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

ご
夫
婦
・
個
人
向
け
永
代
供
養
墓
も

出
来
上
が
り
ま
し
た
。
ま
た
、
大
切

な
ペ
ッ
ト
の
納
骨
供
養
塔
も
準
備
し

て
お
り
ま
す
。　
　
　
　
　

　

墓
苑
は
、
皆
様
の
ご
先
祖
様
等
が

眠
る
聖
域
で
す
。
日
頃
か
ら
清
潔
の

維
持
に
は
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
が
、
近
年
カ
ラ
ス
等
に
よ
る

悪
戯
が
目
立
ち
ま
す
。
よ
り
一
層
の

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
地
球
環
境
を
守
る
と
い
う

こ
と
か
ら
、
ビ
ニ
ー
ル
・
空
き
カ
ン
・

空
き
ビ
ン
等
の
不
燃
物
は
で
き
る
限

り
お
持
ち
帰
り
を
お
願
い
し
ま
す
。

　　

ご
葬
儀
は
、
ど
な
た
に
と
っ
て
も

慣
れ
な
い
こ
と
で
す
の
で
、
い
ざ
と

い
う
時
は
慌
て
て
、
事
後
に
後
悔
し

た
お
話
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。ま
た
、

時
間
的
・
経
済
定
期
問
題
で
判
断
に

迷
う
こ
と
も
よ
く
あ
る
よ
う
で
す
。

近
年
は
、
葬
儀
業
者
に
よ
っ
て
主
導

的
に
進
め
ら
れ
る
例
が
多
く
な
っ
て

お
り
ま
す
が
、
先
ず
は
菩
提
寺
に
ご

一
報
く
だ
さ
い
。
い
ろ
い
ろ
な
ア
ド

バ
イ
ス
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
慌
て
な
い
た
め
に
予
め
菩
提

寺
に
相
談
し
て
お
く
こ
と
も
重
要
で

す
。（
何
時
で
も
結
構
で
す
。）


